
『和
泉
式
部

日
記
』

の

一
対
幻
想

ー

手
習
い
文
章
段
の
場
合
r

安

永

美

保

【要
旨
】

『和
泉
式
部

日
記
』

に
は

「
お
な
じ
心
」
と

い
う
表

現
が
五
例
あ

り

、
そ
の
う
ち

の
三
例

が
有
明

の
月

の
手
習

い
文
章
段

に
集
中

し
て
使
用

さ
れ
て

い
る
。

「お
な

じ
心
」
と

い
う
表

現
に
対
し

て
、
言
葉

の
指

す
意

味
を
額
面
通
り
解
釈
す

る
の
ほ

危
険

で
あ

る
。
特

に
、
日
記
文
学
な
ど

の

作
者
と
登
場
人
物
が
同

一
の
場
合
は
読
者

へ

一
対
幻
想
を
み
せ
る
た
め

の

仕
掛
け
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
本
稿

で
は
、
当
該
章
段

の

「
お
な

じ
心
」
を
時
間
表
現
と
照
合
し
な
が
ら
再
検
討
を
行

っ
た
。

す
る
と
、
従
来
、
当
該
章
段

の
形
成
過
程
と
考
え

ら
れ
て

い
た
順
序
と

は
異
な
る
形
成
過
程

を
見

い
だ
す
に
至

っ
た
。
本
文

冒
頭

の
宮

の
心
内
文

「
人
や
あ

る
ら
む
」

は
女

の
浮
気
を
猜
疑

す
る
内
容

で
あ
る
に
も
か

か
わ

ら
ず

、
当
該
章
段

は
女
と
宮

の
心

理
的

な

一
体
感

な
ど
を
主
題
と

し
て
読

ま

れ
る
こ
と

が
多

い
。

こ
れ
こ
そ
が
、
作
者

の
仕
掛
け

に
は
ま

っ
て
い
る

の
で
あ

る
。
女

の
書

い
た

「
有
明

の
月

の
手
習

い
文
」
は

「
手
習

い
」

の

性
格

と

「
文
」

の
性
格
を
併

せ
持

つ
。
特

に
、
「文
」

の
部
分

に
は
送
り

先

で
あ
る
宮

の
心
理
を
操
作
す
る
意
図
が
あ

っ
た
。
当
該
章
段
は
女

の
弁

解
と

い
う
隠
さ
れ
た
目
的

の
上
に
、
女
と
宮

の
心
理
的
な

一
対
幻

想
が
成

り
立

つ
と
読
む
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

【キ
ー
ワ
ー
ド
】
和
泉
式
部

日
記
、
お
な
じ
心

、

一
対
幻
想

、
手
習

い
文

は
じ
め
に

『和
泉
式

部

日
記
』

の

い
わ

ゆ
る

「
有
明

の
月

の
手
習

い
文
」
を
含
む

前
後

の
章
段

に

つ
い
て
は
、
多
く

の
考
察
が
す

で
に
行
わ
れ

て
い
る
。

こ

れ
ら

の
先
学

の
研
究

の
中

で
も

「
お
な
じ
心
」
と

い
う
キ
ー

ワ
ー
ド
は
こ

九
三



『和
泉
式
部

日
記
』

の

一
対
幻
想

の
章
段
を
読
む
た
め

の
重
要
な
表
現

で
あ
り
、
し
ば
し
ば
と
り
上
げ
ら
れ

て
き
た
。
し
か
し
、
多
く

の
研
究

で
は
月

や
時

に
関
わ
る
表
現
か
ら
時
間

軸
を
追
う

こ
と
を
主
と

し
て
お
り
、
積
極
的

に

「
お
な
じ
心
」
が
利
用
さ

(1
)

れ
て

い
る
意
図
を
考
察

し
た
も

の
は
な

い
よ
う

で
あ

る
。
そ

こ
で
本
論

で

は
、
「
お
な
じ
心
」
と

い
う
表

現
は
作
者

の

一
対
幻
想
を
多

分
に
含
む
表

現
で
あ

る
と

い
う
前
提

の
下
、
再
検
討
を
行

っ
た
。

一
、
「手
習

い
文
」
の
形
成
過
程
を
め
ぐ

っ
て

次
に
あ
げ
た

の
は
、
本
章

で
問
題
に
す
る

『和
泉

式
部
日
記
』

の
該
当

箇
所

で
あ
る
。
今
後

の
説
明
に
必
要
不
可
欠

の
た
め
、
や
や
長
く
な
る
が

(
2
)

私

に
①
か
ら
⑯

の
ブ

ロ

ッ
ク
わ
け
を
施
し

て
引
用
し
た
。

①

九

月

二
十

日
あ
ま

り
ば

か

り

の
有

明

の
月

に
御

目

さ
ま

し

て
、

(宮
)

「
い
み
じ
う
久
し
う
も
な
り

に
け

る
か
な
。
あ
は
れ
、

こ
の

月
は
見

る
ら
む
か

し
。
人

や
あ

る
ら
む
」
と
お

ぼ
せ
ど
例

の
童
ば

か
り
を
御
供

に
て
お
は
し
ま

し
て
、

門
を
た
た
か
せ
た
ま

ふ
に
、

②

女

目
を

さ
ま

し
て
、
よ
う
つ

思
ひ

つ
づ
け
臥

し
た
る
ほ
ど
な
り
け

り
。
す
べ
て
こ

の
ご
ろ
は
、
折

か
ら
に
や
も

の
心
細
く

、

つ
ね

よ

り
も
あ
は
れ
に
お
ぼ
え

て
、
な
が
め
て
ぞ
あ
り
け
る
。

③

「
あ

や
し
、
た

れ
な
ら
む
」
と
思

ひ

て
、
前
な

る
人
を
起

こ
し
て

九
四

問
は
せ
む
と
す
れ
ど
、
と
み
に
も
起
き
ず

。
か
ら
う

じ
て
起

こ
し

て
も
、
こ
こ
か
し
こ

の
も

の
に
あ
た
り
騒
ぐ
ほ
ど
に
、
た
た
き
や

み
ぬ
。

④

「
帰
り

ぬ
る
に
や
あ
ら

む
。

い
ぎ

た
な

し
と

お
ぼ
さ
れ

ぬ
る
に
こ

そ
、
も

の
思
は
ぬ
さ
ま
な
れ
。
お
な
じ
心

に
ま
だ
寝
ざ
り
け
る
人

か
な
、
た
れ
な
ら
む
」

⑤

「人
も

な
か
り
け

り
。
そ
ら
耳
を

こ
そ
聞
き
お

は
さ
う
じ

て
、
夜

の
ほ
ど

う
に
ま

ど
は

か
さ

る
る
。
騒
が

し

の
殿

の
お
も
と

た
ち

や
」
と

て
、
ま

た
寝

ぬ
。

⑥

(⑥
-
1
)
女

は
寝

で
、
や
が
て
明
か
し

つ
。

い
み
じ
う
霧

た
る
空

を
な
が
め

つ
つ
、

(⑥
-
2
)
明
く
な
り
ぬ
れ
ば
、
こ

の
あ
か

つ
き

起
き

の
ほ
ど

の
こ
と

ど
も
を

、
も

の
に
書
き

つ
く

る
ほ
ど

に
ぞ

(⑥
-
3
)
例

の
御
文
あ
る
。

⑦

A
秋

の
夜

の
有
明

の
月

の
入
る
ま

で
に
や
す
ら
ひ
か
ね

て
帰
り

に
し
か
な

⑧

「
い
で
や
げ

に
、

い
か
に
口
惜
し
き
も

の
に
お

ぼ
し

つ
ら
む
」
と

思
ふ
よ
り
も
、
「
な

ほ
折

ふ
し
は
過
ぐ

し
た
ま

は
ず

か
し
。
げ

に

あ

は
れ
な
り

つ
る
空

の
け

し
き

を
見
た
ま

ひ
け
る
」
と
思

ふ
に
、

を
か
し
う

て
、
こ
の
手

習

の
や
う

に
書
き

ゐ
た
る
を

、
や
が
て
引



き
結
び

て
た

て
ま

つ
る
。
御
覧
ず
れ
ば
、

⑨

風

の
音
、
木

の
葉

の
残
り
あ
る
ま
じ
げ
に
吹
き
た
る
、

つ
ね
よ
り

も
も

の
あ
は
れ
に
お
ぼ
ゆ
。
ご
と
ご
と
し
う
か
き
曇
る
も

の
か
ら
、

た
だ
気
色
ば
か
り
雨
う
ち
降
る
は
、
せ
む
か
た
な
く
あ
は
れ
に
お

ぼ
え

て
、

B
秋

の
う

ち
は
朽
ち
は
て
ぬ

べ
し
こ
と
わ
り

の
時

雨
に
た
れ
が

袖
は
か
ら
ま
し

嘆

か
し
と

思

へ
ど
知

る
人
も

な
し
。

⑩

草

の
色

さ

へ
見

し
に
も
あ

ら
ず
な
り

ゆ
け
ば

、
し
ぐ

れ
む

ほ
ど

の

久

し
さ
も
ま
だ
き

に
お
ぼ
ゆ
る
風

に
、
心
苦

し
げ

に
う
ち
な
び
き

(3
>

た

る
に
は
、

C
た
だ
今
も
消
え

ぬ
べ
き
露

の
わ
が
身
ぞ
あ

や
ふ
く

草
葉

に

つ
け

て
か
な
し
き
ま
ま

に
、
奥

へ
も
入
ら

で
や
が

て
端

に

臥
し
た
れ
ば
、

つ
ゆ
寝
ら

る
べ
く
も
あ
ら
ず
。
人
は

み
な
う
ち
と

け
寝
た

る
に
、
そ

の
こ
と
と
思
ひ
わ
く

べ
き

に
あ
ら
ね
ば
、

つ
く

づ
く
と
目
を

の
み
さ
ま
し

て
、
な
ご
り
な
う
恨
め
し
う
思
ひ
臥
し

た
る
ほ
ど
に
、
雁

の
は

つ
か
に
う
ち
鳴
き
た
る
人
は
か
く
し
も
や

思
は
ざ
る
ら
む
、

い
み
じ
う
た

へ
が
た
き
心
地
し
て
、

D
ま
ど
ろ
ま
で
あ
は
れ
幾
夜

に
な
り
む
ら
む
た
だ
雁
が
ね
を
聞

く
わ
ざ

に
し
て

『和
泉
式
部
日
記
』
の
一
対
幻
想

⑪

と

の
み
し

て
明
か
さ
む
よ
り
は
と

て
、
妻
戸
を
押
し
開
け
た
れ
ば
、

大
空
に
西

へ
か
た
ぶ
き
た
る
月

の
か
げ
、
遠
く
す
み
わ
た
り
て
見

ゆ
る
に
、
霧

り
た
る
空

の
け
し
き
、
鐘

の
声

、
鳥

の
音

ひ
と

つ
に

ひ
び
き

あ
ひ
て
、
さ
ら
に
、
過
ぎ

に
し
方

、
今

、
行
末

の
こ
と
ど

も

、
か
か
る
折

は
あ

ら
じ
と

、
袖

の
し
つ
く

さ

へ
あ

は
れ
に
め
づ

ら
か
な
り
。

⑫

E
わ

れ
な
ら

ぬ
人
も

さ
ぞ
見
む
長
月

の
有
明

の
月

に
し
か
じ
あ

は

れ
は

た
だ
今
、

こ
の
門
を
う
ち
た
た
か
す

る
人
あ
ら
む
、

い
か

に
お
ぼ

え
な
む
。

い
で
や
、
た
れ
か
か
く

て
明
か
す
人
あ
ら
む
。

F
よ
そ
に

て
も
お
な
じ
心
に
有
明

の
月
を
見
る
や
と
た
れ
に
問

は
ま
し

⑬

(⑬

-
1
)
宮
わ
た
り
に
や
問
こ
え

ま
し
と
思
ふ
に
、

(⑬
-
2
)
た

て
ま

つ
り
た
れ
ば
、

⑭

う
ち
見
た
ま
ひ
て
、
か
ひ
な
く
は
お
ぼ
さ
れ
ね
ど
、
な
が
め
た
ら

む
に
ふ
と

や
ら
む
と
お
ぼ
し
て
、

つ
か
は
す
。

⑮

女

、
な
が
め
出
だ

し
て
ゐ
た
る
に
も

て
来

た
れ
ば

、
あ

へ
な
き
心

地
し
て
引
き
開
け

た
れ
ば
、

⑯

G
秋

の
う
ち

は
朽
ち
け

る
も

の
を
人
も
さ
は
わ
が
袖
と

の
み
思

九
五



『和
泉
式
部
日
記
』

の

一
対
幻
想

ひ
け
る
か
な

H
消
え

ぬ

べ
き
露

の
い
の
ち
と
思
は
ず

は
久

し
き
菊

に
か
か
り

や
は
せ
ぬ

ー
ま
ど
ろ
ま
で
雲
居

の
雁

の
音
を
聞
く
は
心
づ
か
ら

の
わ
ざ

に

ぞ
あ
り
け
る

J
わ
れ
な
ら
ぬ
人
も
有
明

の
空
を

の
み
お
な
じ
心
に
な
が
め
け

る
か
な

K
よ
そ

に
て
も
君
ば
か
り

こ
そ
月

み
め
と
思
ひ

て
行
き
し
今
朝

ぞ
く

や
し
き

ま
ず
、

こ
の
①
か
ら
⑯

の
ブ

ロ

ッ
ク
を
時
間
軸

に
そ

っ
て
整
理
し

て
み

(4
)

る
。
大
橋

清
秀
氏

は
、

こ
の
章

段
を

A
か

ら
G

の
ブ

ロ

ッ
ク
に
分
類
し
、

本
文

中
の
矛
盾
点

か
ら
形
成
過
程
を
説
明

し
て
お
ら
れ
る
。
私

の
考
え

る

形
成

過
程
と

は
異
な
る
が
、
同
意
す

る
箇
所
も
多

い
の
で
引
用

さ
せ
て

い

た
だ
く
。
た
だ
し
説
明

の
都
合

上
、
大
橋
氏

の
A
～
G
の
分
類
表
記
を
私

(5
)

の
①

～
⑯

の
分
類
表
記
に
置
き
か
え

た
。

大
橋
氏

の
御

論

で
は
式
部

の
手
習

い
の
文
⑫

中
に
み
え

る

「た
だ
今

」

と

い
う
語

に
注
目
し
、
こ

の

「
た
だ
今
」
が
指
す

の
は
①

の

「
有
明

の
月
に

御
目
さ
ま
し

て
」
と
あ
る
時
点
と
推
定
し

て
い
る
。
そ
し

て
、
④

の

「
お
な

じ
心

に
ま
だ
寝
ざ
り
け

る
人
か
な
、
た
れ
な
ら
む
」
と
、
⑫
中

の
F
歌

「
よ

九
六

そ
に
て
も
お
な
じ
心

に
有
明

の
月
を
見

る
や
と
た

れ
に
問
は
ま
し
」
と
、

⑯

中
の
J
歌

「
わ
れ
な
ら

ぬ
人
も
有
明

の
空
を

の
み
お
な

じ
心

に
な
が
め

け
る
か
な
」
は
、
「
お
な
じ
心
」
と

い
う
表
現

に
よ

っ
て
重
な

っ
て
お
り
、

作

者
は

「有

明
の
月

」
を
見

て
宮
と
女

が
同
様

の
こ
と
を
考
え

て

い
た
こ

と

の
喜

び
を
記
し
た
か

っ
た
の
で
は
な

い
か
と
指
摘

さ
れ
て

い
る
。

ま
た
、
大
橋
氏
は
こ

の
三

つ
の

「
お
な
じ
心
」

の

一
致
を
根
拠

に
、
手

(6
)

習

い
文

の
⑨
⑩
⑪

の
文
脈

は
、
②

の

「女

目
を
さ
ま
し
て
、
よ
う
つ
思
ひ

つ
づ
け
臥

し
た
る
ほ
ど
な
り

け
り
。
」

の
前
後

に
見
聞

き
し
た
も

の
で
あ

る
と
述

べ
て
お
ら
れ
る
。
さ
ら

に
、
こ

の
⑨

⑩
⑪

の
文
脈
は
、
②

の

「
す

べ
て
こ
の
ご

ろ
は
、
折
か
ら

に
や
も

の
心
細
く
、

つ
ね
よ
り
も
あ
は
れ
に

お

ぼ
え

て
、
な
が
め

て
ぞ
あ
り
け

る
。」

に
み
え

る

「
こ
の
ご
ろ
」

の
物

思

い
を
記
し
た
と

い
う
解
釈
を
な
さ

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う

に
、
女

の
手

習

い
文

の
前
半
⑨
⑩
⑪
は
②

の

「
こ
の
ご

ろ
」

の
物
思

い
で
あ
り
、
⑥

の

「あ

か

つ
き
起
き
」

の
明

け
て
か
ら
書
か

れ
た
こ
と

で
は

な

い
と
考
え

る

(7
)

と

、
手

習

い
文

の
前
後

の
表

現
の
矛
盾
を
解
決
す

る
こ
と
が

で
き

る
と
指

摘

し
て
お
ら
れ
る
。

こ
こ
ま
で
紹
介

し
た
大
橋
氏

の
形
成
過
程
を

、
①

～
⑯

の
分
類
記
号

で

並

べ
て
み
る
と
次

の
よ
う

に
な

る
。
た
だ

し
、
(

)
内

は
手

習

い
文

で

あ

る
。
大
橋

氏
は
⑬

-
1
は

「宮

わ
た

り

に
や
聞

こ
え

ま
し
と

思

ふ
に
」



ま
で
を
手

習

い
文

の
本
文

と
さ
れ
て

い
る
た
め
こ
ち
ら
に
分
類
し
た
。

②

(⑨
⑩
⑪

)
↓
①
③
④
⑤

(⑫
⑬
-
1
)↓
⑥
⑦
⑧
⑬
-
2
↓
⑭
⑮
⑯

(8
)

こ

の
大

橋
氏

の
形

成
過

程

は
、
「
お

な

じ
心
」

や

「霧

た

る
空
」
と

い
っ
た
表
現

の
重

な
り
を
指
摘

し
て
お
ら
れ

る
点
、
非
常

に
興
味
深

い
。

(9
)

し
か
し
、
ご
自
身
も
問
題

に
な

さ

っ
て
い
る
よ
う

に
、
⑪
を
②

の
時
間
帯

に
あ

っ
た

こ
と
と
す

る
の
は
い
さ
さ
か
無
理

が
あ

る
。
⑪

の

「大
空

に
西

へ
か
た
ぶ
き
た

る
月

の
か
げ
」

「鐘

の
声
」
「
鳥

の
音
」
と

い
う

表
現
は
、

夜
中
と

い
う
よ
り
は
む
し

ろ
暁

の
情
景
と
考
え

る
方
が
適
当

で
あ

ろ
う
。

す

る
と
、

や
は
り
新
し

い
形
成
過
程
が
別

に
あ

る
の
で
は
な

い
か
。
こ

こ
で
、
問
題

に
し

て
い
る
①
か
ら
⑯

の
ブ

ロ
ッ
ク
は
、
た

っ
た

一
晩

に
お

き
た
出
来
事

の
記
述

で
あ
る
。

こ
の
①
～
⑯

の
形
成
過
程
を
検
証
す
る
に

は
、
よ
り
詳
細

に
時
間

の
推
移
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
新
し

い
形
成

過
程

の
立
証
に
は
自
然
描
写
や
心
情
表
現
だ
け
で
な
く
、
時
間
表
現
に
着

目
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

二
、
時
間
表
現
か
ら
考
え
る
形
成
過
程

(10
)

平
安
時
代

の
時

間
表
現

語
彙

に

つ
い
て
は
、
す

で
に
小
林
賢
章

氏

に

よ

っ
て
、
明
ら

か
に
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
多

い
。
そ
こ
で
、
本
稿

で
も

、

小
林
氏

の
提

唱
す

る
時

間
表

現
語
彙

の
定
義
を

下
に
、
当
該
章
段

の
時
間

『和
泉
式
部
日
記
』

の
一
対
幻
想

表

現
を

再
検
討
す

る
。

た
だ

し
、
小
林
氏
ご
自
身
は
本
稿

で
問
題

に
し

て

い
る
宮

の
A
歌

に

つ
い
て
、
次

の
よ
う

に
説
明
を
加
え

て
お
ら
れ

る
。

右

の
歌

(当
該
章
段

の
A
歌
を
示
す
。
)

の
成
立
事
情
は
、

『和
泉
式

部

日
記
』
に
も
詳
し
く
書
か
れ

て
い
る
。
そ

の

『和
泉
式
部
日
記
』
諸

本

の
う

ち

「
三
条

西
家
本
」

で
は
、

「九

月
十

日
あ

ま
り
」
が

「
九

月

二
十
日
あ
ま
り
」
と
な
り
、

『和
泉
式
部
集
』

で
も
、
「
九
月
二
十

日
」
と
な

っ
て
お
り
、
日
付
に
異
同
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か

し
、

『和
泉
式
部
日
記
』
諸
本

の
う
ち
、
「
三
条
西
家
本
」
は
後

出
本

で
あ
る
こ
と
、
勅
撰
集

で
あ
る

『新
古
今

和
歌
集
』

に

「
九
月
十
日

あ
ま
り
」
と
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
当
該

話
柄

の
日
付
と
し
て
は
、

「
九
月
十
日
あ
ま
り
」

の
本
文
が
正
し
か
ろ
う

と
予
想
さ
れ
る
。

小
林
氏
は
本
文
に
異
同
が
生
じ
た
と

お
考
え

に
な

っ
て
お
り

、
当
該
章

段

の
日
付
を

「
二
十
日
あ
ま
り
」

で
は
な
く
、
「
十

日
あ
ま
り
」
に
特
定

し
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
根
拠
と

し
て
、
本
文

の
解
釈

の
観
点

か
ら
し
て
も
、

A
歌

の
歌
意

か
ら
は
宮

の
帰
宅
時
刻
と
月
が
西

の
山

に
入

る
時
刻
は
接
近

し
て

い
る
必
要
性
が
あ
り
、

そ
こ
か
ら
、

日
付
を
特
定
す

る
と
十

二
日
か

十

三
日
が
妥
当

で
あ

る
こ
と
を
指
摘
し

て
お
ら
れ

る
。

つ
ま
り
、
小
林
氏

(11
)

は
A
歌

の

「有
明

の
月
」
は
、
従
来

の

「有
明

の
月
」
が
持

つ
常
識
か
ら

逸
脱

し
た
例

で
あ

り
、
「
十
日
あ
ま
り

」
の

「
日

の
出
前
」

に
西

の
山
に

九
七



『和
泉
式
部
日
記
』
の

一
対
幻
想

沈
む

こ
と
を
前
提
と
し
た
稀
有
な
例
と
考
え

て
お
ら
れ

る
。

小
林
氏

の
日
付
を

「
十

日
あ
ま
り
」
と
す

る
説
が
、
当
該
章
段
を
読
み

解
く
視
点

の

一
つ
で
あ

る
こ
と

は
大

い
に
賛
同

で
き

る
。
し
か

し
な
が
ら
、

当
該
章
段

は
未
遂

に
終
わ

っ
た

に
せ
よ
男
女

の
逢
瀬
、

つ
ま
り
、
恋
情
が

主

題
に
な

っ
て

い
る
。
こ
う

い

っ
た
状
況

の
な

か
で
、
敢

え

て
、
「
十

日

あ

ま
り
」

の
有
明

の
月

を
頻
出
さ

せ
る
必
要
が
あ

っ
た

の
で
あ

ろ
う
か
。

後

朝

の
別

れ
に
は
付
き
物

の

「
日

の
出
後
も
残

る
有

明

の
月
」

の
方

が
、

日
記

の
主

題
に
は
ふ
さ
わ
し

い
と
思
え

て
な
ら
な

い
。
そ
こ
で
、
本
稿

で

は
当
該
話

の
有
明

の
月
は

「
二
十
日
あ
ま
り
」

の
有

明
の
月
と

い
う

立
場

を
と
り
、
そ

の
上
で
、
小
林
氏

の
時
間
表
現
語
彙

の
定
義
を

引
用
さ
せ
て

い
た
だ
き
な
が
ら
、
新
た
な
視
点
を
論
ず
る
こ
と
と
す
る
。

当
該
話
①
～
⑯
ブ

ロ
ッ
ク
に
用

い
ら
れ

て
い
る
、
主
な
時
間
表
現
を
次

に
抜
き
出
し
た
。

①

有
明

の
月

⑥

や
が

て
明
か
し

つ
/
明
く
な
り
ぬ
れ
ば
/
あ
か

つ
き
起
き

⑦

有
明

の
月

⑪

明

か
さ
む

よ
り

は
と

て
/
大
空

に
西

へ
か
た

ぶ
き
た
る
月

の
か
げ

/
鐘

の
声

⑫

有
明

の
月
/

た
れ
か
か
く

て
明

か
す
人
あ
ら
む
/
有
明

の
月

九
八

⑯

有
明

の
空
/
今
朝

ま
ず

、
手

習

い
文

や
そ

の
前
後

の
本
文

の
な
か

で
多

用

さ
れ

て

い
る

「
明
か
す
」
と

い
う
表
現

に
つ
い
て
検
証
し
た

い
。
「
明
か
す
」
と

い
う
表

(12
)

現
は
、
す

で
に
小
林
賢
章
氏

に
よ

っ
て
明
ら
か

に
な

っ
て
い
る
こ
と
が
多

い
。
小
林
氏

に
よ

る
と
、

『源
氏
物
語
』

や

『枕
草
子
』

の
な
か

で
、
「
ア

ク
」

「
ア
カ

ス
」
は

「
ほ

の
ぼ
の
ー
」

な
ど

の
よ
う

に
副
詞
を
伴
う

場
合

や
、

「1

ゆ
く
」
な
ど

の
補
助
動

詞
を
伴
う
場

合
を
除

い
て
単

独

で
使
用

さ
れ
る
場
合
、
視
覚

的
に
明
る
く

な
る

の
で
は
な
く

「
日
付

が
変
わ

る
」

(13
)

意
味

で
解
説

で
き

る
と

さ
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
小
林
氏

は
別
稿

で
当
時

の
日
付
変
更
時
刻

を
午
前

三
時

と
し
て
お
ら
れ
る
。

で
は
、
こ

の
小
林

氏

の
御
論

を
、

『和
泉
式
部

日
記
』

の

「
有
明

の
月

の
手

習

い
文
」
章
段

に
あ

て
は

め

て
み

る
と

、
ど
う

な

る
だ

ろ
う

か
。

「
明
か
す
」
は
⑥
⑪
⑫

に

一
例
ず

つ
使
用
さ
れ
て
お
り
、
合

計
三
例
あ
る
。

こ

の
三
例
は

い
ず
れ
も
新
全
集
な
ど

の
現
代
語
訳
を
見
る
と

「夜

を
明
か

す
」
と
説
明
さ
れ

て
お
り
、
日
付
変
更

の
意
味
に

つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て

い
な

い
。

一
つ
目

の
⑥
は

「
女
は
寝

で
、

や
が

て
明
か
し

つ
。
」
と
あ
り
、
「
や
が

て
ー

」
と
副
詞
を
伴
う
形
が
と
ら
れ
単
独
用
法

で
は
な

い
。
し
か
し
、
直

後

に

萌

く
な
り
ぬ
れ
塵

と
あ

る
こ
と
か
ら
・

こ
の
時
点

で
は
ま
だ
暗



く
、
「夜

を
明
か

し
た
」

と

い
う
意
味

よ
り
も

「
午
前

三
時
を
過
ぎ

た
目

翌
日
に
な

っ
た
」
と
解
釈
す

る
方

が
ふ
さ
わ

し

い
。

二

つ
目

の
⑪

は

「
と

の
み
し
て
明

か
さ
む
よ
り
は
と

て
」
と
あ
り
、
単

独

で

「明
か
す
」
が
使
用
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
⑪
も

日
付
変
更
時

の

付
近

の
出
来
事
と
考
え
ら
れ

る
。
さ
ら

に
、

こ
の
⑪

の
直
後

に
は

「
鐘

の

(
15
)

声
」
と

い
う
記
述
が
あ
り
、

こ
の
鐘
を
午
前
三
時

の
後
夜

の
鐘
と
考
え
る

と
時

間
的

に
も

一
致
す

る
。
ま

た
、
こ

の
⑪

は
前

述

し
た
⑥
と

「明

か

す
」
「
霧
た

る
空
」
な

ど

の
表
現

の
重

複
が
見

ら
れ
、
同
時
間
帯

の
出

来

事

と
考
え
ら
れ
る
。

三

つ
目

の
⑫

は

「
た
だ
今
、

こ
の
門

を
う

ち
た
た

か
す
る
人
あ
ら

む
、

い
か

に
お
ぼ
え

な
む
。

い
で
や
、
た

れ
か
か
く

て
明

か
す
人

あ
ら

む
。
」

と

あ
り
、
「
た
だ
今
」
と

い
う

表
現
か

ら
、
冒
頭
①

の
宮

が
女

の
家

の
門

を

叩
か
せ
た
時

間
と

同
時

間
帯

の
出
来
事

の
記
述

で
あ

る
と

い
う
考
え
方

も
あ

る
。

し
か
し
、

こ
こ
で
も

「明

か
す
」

が
用

い
ら

れ
て
お
り
、
⑥
⑪

の

一
連

の

「
明

か
す
」

の
使
用
法
か
ら

み
て
も
、

日
付
が
変
わ

る
午
前
三

時
付
近

の
女

の
心
情
と
考
え
る
方
が
妥
当

で
あ

ろ
う
。

⑫
が
⑪
と
連
続
し
た
午
前
三
時
前
後

の
女

の
心
情
と
考
え
る
と
、
⑫

の

記
述
は
あ
ま
り

に
、
異
質
な
も

の
で
は
な

い
か
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
⑫

と
①
が
同
時
間
帯

の
出
来
事
と
考
え
る

の
は
無
理
が
あ
る
が
、
⑫

の
内

容

『和
泉
式
部
日
記
』
の

一
対
幻
想

が
①
と
重
な

る
こ
と
は
否
定

で
き
な

い
。
⑫

の
記
述
は
文
を
書

こ
う
と
し

た
⑥

の
時
点
を
⑪

で
書
き
終
え
た
後

の
記
述

で
あ

る
。
し
か
も
、
女
が
昨

晩
何
者
か
が
門
を
叩

い
た
可
能
性
を
念
頭
に
お

い
て
い
た
と
す
る
と
、
心

象
風

景

の
上

で
は
⑨
⑩
⑪

よ
り
も

さ
ら

に
過
去

の
①

の
時
点

に
さ

か

の

ぼ

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
⑨
⑩

⑪
と
⑫

の
問
に
は
掲
載
順
位
と
時
間
軸

に

齟
齬

が
生
じ

て
お
り
、
⑫

の
特
異

性
が
う

か
が
え

る

の
で
あ

る
。

こ
う

い
っ
た
点
か
ら
、
改

め
て
⑪

と
⑫

の
問
に
は
女
と

宮

の
問
に
何
ら
か
の
出

来
事

が
あ

っ
た

の
で
は
な

い
か
と
推
察

さ
れ
る
。

次

に
、
女

が

い
う
⑧

「手
習

い
の
や
う

に
書
き

ゐ
た
る
」
と

は
ど
う

い

う

こ
と

で
あ

る
か
を
検
証
す

る
。
女

が

「手
習

い
」
を

開
始

し
た

の
は
⑥

の
時
点

で
あ

る
。

で
は
、

そ
の

「手
習

い
」

の
当
初

の
目
的

は
何
だ

っ
た

の
だ

ろ
う
か
。
⑥

に
は

「あ
か

つ
き
起
き

の
ほ
ど

の
こ
と
ど
も
を
、
も

の

に
書
き

つ
く

る
ほ
ど

に
」
と
あ
り
、
手
習

い
の
よ
う

に
書
き
始
め
た
文

の

内
容

は

「
あ
か

つ
き
起

き
」

に
女

が
見
た
情

景
を

記
す

こ
と
が
目

的

で

(13
)

あ

っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
こ

の

「
あ
か

つ
き
」
と

は
小
林
氏

に
よ
る
と
、

午
前
三
時
以
降
か
ら
日

の
出
ま

で
の
時
間
帯
を
指
す
表
現
で
あ
る
。
こ
れ

を

ふ
ま
え
る
と
、
女
が
言
う

「
あ
か

つ
き
起

き
」
と
は
手

習

い
文
に
置
き

換
え

る
と
、
⑪

の
あ
た
り

の
出
来
事

で
あ

る
こ
と
が
わ
か

る
が
、
「1
起

き
」

の
形
を
と

っ
て

い
る
こ
と
を
考
え

る
必

要
が
あ

る
だ
ろ
う

。

九
九



『和
泉
式
部

日
記
』

の

一
対
幻
想

女

の

「
手
習

い
」

の
前
半
部
に
は
⑩

「奥

へ
も

い
ら
で
や
が
て
端

に
臥

U

た
れ
ば
」
と
か

「
な
ご
り
な
う
恨
め
し
う
思
ひ
臥
し
た
る
ほ
ど
に
」
と

い

っ
た

「
臥
す
」
と

い
う
表
現
が
多
用
さ
れ

て
い
る
。
こ

こ
で
い
う

「
臥

す
」
と
は
直
後

に

「
つ
ゆ
寝
ら
れ

る
べ
く
も
あ
ら
ず
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、

単

に
横

に
な

る
だ
け

で
、
眠

る
と

い
う
意
味

で
は
な

い
。
①

で
宮
が
訪
ね

て
か
ら
⑪

の
午
前

三
時

よ
り
前

の
時
間
帯

に
、
女
は
横

に
な

っ
て
過
し

て

い
た
と

い
う

こ
と

が
わ

か
る
。
こ
れ
は
⑥

の

「あ
か

つ
き
起
き
」
と
深
く

関
わ
る
事
実

で
、
「あ

か

つ
き
起
き
」
と

は
横

に
な

っ
て
物

思

い
を
し

て

い
た
女

が
、
午
前

三
時

付
近

に
な

っ
て
、
寝

る
の
を
あ
き

ら
め
た
こ
と
を

言

っ
て

い
る

の
で
は
な

い
か
。
そ
う

考
え

る
と
、
女

が

「手

習

い
」

の
よ

う
に
書
き
始
め
た
文
章

の
当
初

の
主
題
は
、
寝
る
こ
と
を
断
念
し
て
、.
偶

然
目
に
入

っ
た
午
前
三
時
頃

の
自
然

の
情
景
に
あ

っ
た

の
で
あ
る
。
⑨
⑩

は
混
沌
と
し
た
物
思

い
を
し
な
が
ら

「
臥
す
」
女

の
心
情
を
反
映
し

て
お

り
、
⑪

の

「
あ
か

つ
き
起
き
」

に
至

る
ま

で
に
な
く

て
は
な
ら
な

い
描
写

な

の
で
あ

る
。

女

の

「手
習

い
」

の
当
初

の
目
的
が
⑪

の

「
あ
か

つ
き
起
き
」

の
情
景

描

写
に
あ

っ
た
と
す

る
と
、
手
習

い
文

の
残
り

の
⑫
は
ど

の
よ
う
な
役
目

が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
も

そ
も

、
⑫

の
心
象
風
景

は
①
と
重
な
り
、

「
あ
か

つ
き
起

き
」
の
出
来
事

で
は
な

い
。
「手

習

い
」
を
開
始

し
た
時
点

一
〇

〇

で
は
、
女
は
⑫
を
書

く
意
志
は

な
か

っ
た
と
推
定

さ
れ
る
。
「
あ
か

つ
き

起
き
」
と

い
う
表

現
か
ら
も
、
⑫

は
異
質

な
も

の
で
あ

る
と

い
う

こ
と

が

言
え
る
。

こ
れ
ま

で
、
女

の

「有

明

の
月

の
手
習

い
文
」
と

い
わ
れ

る
箇
所

は
、

少

し
の
ゆ
れ
は
あ

る
も

の

の
⑨

⑩
⑪
⑫
と
考

え
ら
れ

て
き

た
。
し
か
し
、

「
明
か
す
」
「
あ
か

つ
き
起
き
」
と

い

っ
た
表
現
を
検
証
し

て
み
る
と
、
⑨

⑩
⑪

は
単

に
自
然
描
写
を
手
す
さ
び

に
行

っ
た

「
手
習

い
」
と
呼

べ
る
も

の
で
あ

る
が
、
⑫

に
関
し

て
は
宮

に
読
ま
せ

る
は

っ
き
り
と
し
た
意
図

に

基
づ

い
た

「文

11
手
紙
」
な

の
で
は
な

い
か
。

こ
こ
で
い
う
女

の
意
図
と

は
何

で
あ

ろ
う

か
。
少
な
く
と
も

、
文

の
送
り
先

で
あ

る
宮

に
対
し

て
女

の
心
理
的
な
戦
略

が
働

い
て

い
る
可
能
性

が
高

い
。

一一一、

一
対

幻

想

か

ら

考

え

る

形

成

過

程

大
橋
氏

の
形
成
過
程
は
、
④
⑫

⑯

の
三

つ
の

「
お
な
じ
心
」

の
重

複
に

注
目

さ
れ
て

い
る
。
「
お
な

じ
心

」
と

い
う
表
現

が
こ

の
章
段
を
読

み
解

く
重

要
な
鍵

語

で
あ

る

こ
と

は
大

い
に
賛

同
で
き

る
が
、
「
お
な

じ
心
」

を
辞
書
的
な
意
味

の
み

で
考
え

る
こ
と
は
危
険

で
あ
る
。
小
学
館

の

『古

語
大
辞
典
』

に
お

い
て

「お
な
じ
心
」
は

「
同
じ
よ
う
な
気
持
ち
。
同
じ

考
え

。
」
と

い
う
説
明

が
さ
れ

て

い
る
。

こ

の
ほ
か

に
も

、
和
歌

の
詞
書



で
は

「
お
な
じ
心
に

(て
よ
め
る
)
」
と

い
う
形
式

で
多

用
さ
れ
て
お
り

、

自
然

の
景
物

を
み
て

「
同
様

の
情
趣
を
解
す

る
」
と

い
っ
た
意
味

で
解
釈

さ
れ
る
場
合

が
多

い
。

し
か
し
、
「
お

な
じ
心
」
は

そ
れ

を
使
用

す

る
人
や
状

況

に
よ

っ
て
、

前
述
し
た
よ
う
な
表
面
的
な
意
味
を
越
え
た
解
釈
が
必
要

に
な

る
。
例
え

ば
、
本
稿

で
問
題

に
し

て
い
る
女
流

日
記
文
学

の
中

で
、
恋
人

に
対
し

て

「
お

な
じ
心
」
が
用

い
ら
れ

て
い
る
場

合
、
そ

の

「
お
な

じ
心
」

に
は
筆

者

の
願
望
が
含
ま
れ

て
い
る
可
能
性
が
高

い
。
読
者
は
単
純
に
筆
者
と
恋

人
と

の
問
に
同
様

の

「
お
な

じ
心

」
が
あ
る
と
解
釈

し
が
ち

で
あ

る
が
、

実
は
読
者
が
見

て
い
る

「
お
な
じ
心
」
と
は
筆

者

の
願
望
が
作
り
出
し
た

も

の
で
、
恋
人
側
も
実
際
に

「
お
な
じ
心
」
で
あ

っ
た
か
ど
う

か
ま
で
は

保
証
さ
れ
て

い
な

い
。
言
う

な
れ
ば
、
読
者

は
筆
者

の

一
対
幻
想

の
世

界

を
見

せ
ら
れ
て

い
る
に
す
ぎ

な

い
の
で
あ

る
。

「
お
な
じ
心
」
が

一
対
幻

想
を
作
り
出

す
表

現

で
あ

る
こ
と
を

ふ
ま
え

て
、

『和
泉

式
部

日
記
』

の

「有

明

の
月

の
手

習

い
文
」
章
段

を
再
び
整

理
し

て
み
た

い
。
ま
ず
、
三

つ
の

「
お
な
じ
心
」

の
使
用
箇
所
を
あ
げ

て

見

る
と
、
④

は
女

の
心
内
文

で
あ
り
、
⑫
は
女

の
歌
、
⑯
は
⑫

に
対
す

る

宮

の
返
歌

で
あ
る
。
「
お
な
じ
心
」

の
使
用
配
置
を
み

て
み
る
と
、
「
お
な

じ
心
」
は
こ

の
章
段

の
冒
頭
付
近

で
あ
る
④
に
配
置
さ
れ
、
そ

の
後

の
二

『和
泉
式
部
日
記
』
の

一
対
幻
想

人
の
歌

の
や
り
取
り

の
中

で
も
詠

み
込
ま

れ
て
い
る
。
結
果

、
こ
の
章
段

に
お
い
て

「
お
な

じ
心
」

に
は
、
す

れ
ち
が

い
に
見
え
た
宮
と
女
が
、
実

は
心
的

に
は

つ
な
が

っ
て
い
た
か

の
よ
う

に
錯
覚
さ
せ

る
作
用
が
あ
る
。

で
は
、
宮
と
女
が

「
お
な
じ
心
」

で
あ

る
と
は
ど
う

い
う

こ
と
な

の
だ

ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
④

の
女
が
言
う

「
お
な
じ
心
」
が
指
す
も

の
は
不

明
瞭

で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
④

の
時
点

で
女
は
目
覚
め

て
は

い
る
も

の

(16
)

の
、
月

の
見
え

な

い
屋
内

に

い
る

の
だ
か

ら
、
「有

明

の
月
」

の
情
趣

を

解
す
る
と

い
う

意
味
で
は
な

い
。
す
る
と
、
④

の

「
お
な
じ
心
」
が
指
す

の
は
眠
れ
な

い
原
因
で
あ

る
物
思

い
と

い
う

こ
と

に
な
る
。
こ
の
物

思

い

が
ど
の
よ
う

な
内
容
を
指
す

の
か
は
後

の
解
釈

に
重

要
に
な
る
が
、
現
在

の
情
報

か
ら
推
測
す

る
と
、
行
き
違

い
に
な

っ
た
来
訪
者

に
関
連
し
た

こ

と

で
あ

っ
た
こ
と

は
わ
か

る
。

一
方

で
、
⑫

F
歌
と
⑯

J
歌
を
比
較
し

て
も

「
お
な
じ
心
」
を
先

に
使

用
し
た

の
は
女

で
あ
り
、
宮
は
女

の
歌

に
誘
発
さ
れ

て

「
お
な
じ
心
」
を

詠

み
込

ん
だ

に
す
ぎ
な

い
。

こ
の
あ
た
り

の

「
お
な
じ
心
」

の
認
識

の
ず

れ

は
、
女

の
⑫

F
歌
と
宮

の
⑯

J
歌

に
如
実

に
表
れ

て

い
る
。

F
歌

は

「
有

明

の
月
」
を
詠

ん

で

い
る

の
に

対

し
、

J
歌

は

「有

明

の
空
」
に

な

っ
て

い
る
。
も

ち

ろ
ん
、
「
有
明

の
空

」
も
月
を
含
む

表
現
と
考
え

る

こ
と
も
で
き
る
が
、
宮

が
J
歌
で
あ
え

て

「
月
」
で
は
な
く

「空

」
を
詠

一
O

一



『和
泉
式
部
日
記
』
の

一
対
幻
想

ん
だ
原
因
は
、
男
女
が
想
像
し
た
月

の
違

い
に
あ
る

の
で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。
女

の
詠
ん
だ
月
は
宮
が
門
を
叩

い
た
時
刻
に
照

っ
て
い
た
月
で
あ
る

が
、
宮

の
想
像
し
た
月
は
太
陽
が
昇

っ
た
後
も
存
在
感
を
失

い
つ
つ
も
空

に
残

っ
て
い
る
月
だ

っ
た

の
で
は
な

い
か
。

こ
の
よ
う

に
、
歌

の
心
象
風

景

が
異
な

る
こ
と

で
、
歌

に
詠

み
込

ん
だ
時
間

や
出
来
事
も
異
な

る
こ
と

を
露
呈

し
て
い
る
と
す

る
と
、
女
と
宮

の

「
お
な
じ
心
」
は
必
ず
し
も

一

致

し
て

い
な

い
こ
と

に
な
る
。

そ
う

す
る
と
、
次

に
注

目
す

べ
き

は
⑫

の
E
歌

で
あ

る
。
⑫

に
は

「
お

な
じ
心
」
を
含

む
F
歌
以
外

に
も

「
わ
れ
な
ら
ぬ
人
も

さ
ぞ
見

む
長

月
の

有
明

の
月

に
し
か
じ

あ
は

れ
は
」
と

い
う

E
歌

が
あ

る
。

こ

の
E
歌

は

「
有
明

の
月
」
と

い
う

言
葉
を
、
女

が
は
じ
め

て
こ
の
章

段

で
使
用

し
た

箇
所

で
あ
る
。

こ
の
章
段

の
冒
頭
は

「
九
月
二
十
日
あ
ま
り
ば
か
り

の
有

明

の
月
に
御
目
さ
ま

し

て
」

で
あ
り
、
「
有
明

の
月
」
と

い
う
言
葉

は
な

じ
み
の
あ

る
表
現

の
よ
う

に
感
じ

る
が
、
実
は
冒
頭

の

「
有
明

の
月
」
は

宮

の
視
点

で
見
た
も

の
で
あ
り
、
女
が

「有
明

の
月
」
と

い
う
表
現
を
使

用
す

る
の
は
、
手
習

い
文
も
終
盤

に
さ

し
か
か

っ
た
⑫
が
最
初
な

の
で
あ

る
。
こ

の
⑫

E
歌

の

「
有
明

の
月
」
は
、
宮

が
⑯

J
歌

に
お

い
て
女

の

「
お
な
じ
心
」

に
誘
発

さ
れ
た
よ
う

に
、
反
対

に
女
が
宮

の
歌

の

一
部
を

引
用
し
た
と
考
え

る
こ
と
は
で
き

な

い
だ

ろ
う

か
。
従
来

は
⑥

に

「例

の

一
〇

二

御

文
あ
る
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
⑦

の
宮

の
A
歌

は
⑨
⑩
⑪
⑫

の
手

習

い

文
を
女
が
書
き
終
え

た
後

に
届

い
た
と
解
釈

さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
宮

の
A
歌

で
詠
み
込
ま
れ

て
い
る

「
有
明

の
月
」
を
見
た
女

が
⑫

の
E
歌
F

歌
中

に

「
有
明

の
月
」
を
意
図
的
に
入
れ

て
詠
ん
だ
と
考
え
る
方
が
自
然

で
は
あ

る
ま

い
か
。

宮

の
⑦

A
歌
を
女
が
見
た
タ
イ

ミ
ン
グ
を
⑫

の
前

に
置
く
と
、
次

の
よ

う
な
形

成
過
程

が
考

え
ら
れ

る
。

(

)
内

は
手

習

い
文

で
あ
り
、
こ

こ

で
は
手
習

い
文

の
記
述
を
指
す
時
期

で
は
な
く
、
手
習

い
文
を
書

い
た
時

期
と
解
釈
す

る
。

②

↓

①

③

↓
④

⑤

↓

6
-
1

6
-
2

(⑨
⑩

⑪

)
↓

6
-
3
⑦

⑧

(⑫

)
⑬
↓
⑭
⑮
⑯

右

の
よ
う

な
形
成

過
程
を

た
ど

っ
た
と
考
え

る
と

、
二
章

で
も

述
べ
た

こ
と
だ
が
、
手
習

い
文
前
半

の
⑨
⑩
⑪

と
⑫

の
問

の
女

の
心
情
に
明
ら
か

な
変
化
が
見

て
取
れ
る
。
⑨
⑩

⑪

の
中
に
あ
る
B
C
D
歌
は
独
り

の
孤
独

を
嘆
く
傾
向
が
強

い
の
に
対
し
、
⑫

の
E
F
歌
は

「
有
明

の
月
」
を
介
し

て
宮
と

の

一
体
感
を
前
提
と
し

て
歌
を
詠
ん

で
い
る
。

つ
ま
り
、
手
習

い

文

の
⑨
⑩
⑪
を
書
く
段
階

で
は
昨
夜

の
来
訪
者

の
正
体
は
不
明

で
あ

っ
た

が
、
⑫
を
書
く
段
階

で
は
来
訪
者

が
宮

で
あ

る
こ
と
を
女
は
知

っ
て
い
た

の
だ
。
女

は
宮

か
ら

の
⑦

A
歌

に
よ

っ
て
、
昨
夜

の
出
来
事

の
全
体
像
を



把
握
し
た
う
え

で
、
願
望

に
よ

っ
て
脚
色
さ
れ
た
宮
と

の

一
対
幻
想

を
構

築

す
る
た
め
に
、
①
②
③
④

の
よ
う

な
説
明
を
施

し
、
全
体

の

つ
じ

つ
ま

を

あ
わ
せ
た
の
で
あ

る
。

こ
こ
ま

で
、

一
応

は
女

の

一
対
幻
想
を

ふ
ま
え
た
形
成
過
程
を
提
示
す

る
こ
と
は

で
き

た
。
し
か
し
、
「女

が
④

の
時
点

で
何
を
物

思

い
し

て
い

た

の
か
。
」
「女

が
⑫
を
書
き

足
す

こ
と

に
し
た
意
図

は
何

な

の
か
。
」
と

い

っ
た
解
釈
上

の
疑
問
は
解
決
す
る

に
い
た

っ
て
い
な

い
。

⑫
を
書
き
足
す

に
至

っ
た
要
因
は
宮
か
ら

の
A
歌
が
送
ら
れ

て
き
た
こ

と

に
よ

る
の
は
、
す

で
に
説
明
し

て
い
る
が
、
問
題
は
こ

の
A
歌
を
女
が

ど

の
よ
う
に
解
釈
し
た
か

で
あ
る
。
A
歌
は

「
二
十
日
あ
ま
り
」

の
月
と

考
え
る
と
、
月

の
入
り
が
昼
前
で
、
そ

の
よ
う

な
時
間
ま
で
宮
が
門
前

に

い
る

の
は
不
自
然
で
あ
る
。
で
は
、
女
は
こ

の
A
歌
を
ど
う

よ
う

に
解
釈

し
た

の
で
あ

ろ
う
か
。
「
有
明

の
月
」

が
恋
人
と

の
後
朝

の
別
れ
を
象
徴

す
る
も

の
で
あ
る
こ
と

は
常

識
と

し
て
承
知

し
て

い
た
は
ず

で
あ

る
。
す

る
と

、
そ
の

「有

明

の
月
」
を
待

て
な

い
で
宮

が
帰

っ
た
と

い
う

こ
と

は
、

す
な
わ

ち
、
宮
は
自

分

(女
)

の
と

こ

ろ
に
他

の
男
が
訪

ね

て

い
る
と

疑

っ
た
歌
な

の
で
は
な

い
か
。
も

し
そ
う
な
ら
、
有
明

の
月

の
手
習

い
文

を
宮

に
送

る
と

い
う

こ
と
は
、
自
ら

の
身

の
潔
白
を
証
明
す

る
こ
と

に
も

な

る
。

つ
ま
り
、
有
明

の
月

の
手
習

い
文

は
当
初

の
目

的
は

「手

習

い
」

『和
泉
式
部
日
記
』
の

一
対
幻
想

(⑨
⑩
⑪

部
が

そ
れ
に
あ
た

る
)

で
あ
り

、
⑫

は
宮

へ
の
弁
解

の
意
図
を

含
む

「文
」
と

い
え
よ
う
。
.女

が
宮

に
浮
気
を
疑
わ
れ

て
い
る
と
考
え
た

こ
と

は
、
①

の
宮

の
心
内
文

に

「
人

や
あ

る
ら
む

11
誰
か
男
が
き

て
い
る

の
だ

ろ
う
か
」
と

い
う
記
述
か
ら
も
判
断

で
き
る
。

こ
の
記
述
は
宮

の
心

内
文
と

い
う
体
裁
を
と

っ
て
い
る
が
、
実
際
は
女

の
心
中
を
反
映
し

て
い

る
も

の
で
あ
る
。
実
際
に
宮
が
浮
気
を
疑

っ
た
か
ど
う
か
は
こ
こ

で
は
問

題

で
は
な
く
、
女
が
宮

の
心
を
ど

の
よ
う
に
推
察
し
て

い
た
か
が
重

要
で

あ
る
。
何
気
な
く
読
み
飛
ば
さ
れ
て
き
た
①

の
記
述
は
実
は
こ

の
章

段
を

読
み
解
く
重
要
な
記
述
だ

っ
た

の
で
あ
る
。

女

の
技

量
が
優

れ

て

い
る
と
言
え

る

の
は
、
単
な

る
弁
解

の
文

に
留

ま

っ
て
い
な

い
と

こ
ろ

で
あ

る
。
女

は
⑫

を
加
筆
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
、

宮
と

「有

明
の
月
」
を
共
有

し
、
自
分

(女
)
と
宮

の
心

は
偶
然

に
も

一

致

し
て

い
た
か
の
よ
う

に
装
う

こ
と

に
成
功

し
て
い
る
。

こ
の
女

の
戦
略

は
、
ま
ず
宮

に
対
し

て
効
を
発
し

て
お
り
、
宮
は

J
歌

の
中

で

「お
な
じ

心
」
を
詠

み
込
ん

で

い
る
。
女

は
宮

の
心

に
同
調
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
、

宮
も
自
分
と
同
じ
心

に
な

る
よ
う

に
仕
向
け

て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

読
者

に
対
し

て
も
女
は
自
分
と
宮
が
心
理
的

に

一
対

で
あ
る
か

の
よ
う
に

み
せ

る
こ
と
に
も
成
功
し

て
い
る
。
④

の
時
点
で

の
女

の
物
思

い
は

「
す

れ
違

い
の
来
訪
者

の
正
体

が
宮
だ

っ
た

の
で
は
な

い
か
」
「
宮
が
す

ぐ
に

一
〇

三



『和
泉
式
部
日
記
』
の

一
対
幻
想

ひ
き
か
え
し

て
し
ま

っ
た

の
は
自
分

へ
の
猜
疑
心
か
ら

で
は
な

い
か
」
と

い
う
よ
う
な
心
配
が
心
を
支
配
し

て
の
こ
と

で
あ

っ
た
。

に
も
か
か
わ
ら

ず
、
女
は
自
ら

の
物
思

い
の
種

に
は
深
く
言
及
す

る
こ
と
な
く
、
自
ら
が

起
き

て
い
る
の
は
月

へ
の
情
趣
を
感
じ

る
心

で
あ

る
か

の
よ
う

に
装

っ
て

い
る
。
読
者

は
女
と
宮

の
心

の

一
致

は
、
女

の
方

か
ら
宮

に
同
調
し

て
い

る
こ
と

に
よ
る
も

の
だ
と

い
う

こ
と

に
は
全
く
気
付
く

こ
と
な
く
、
女
が

構
築

し
た
女
と

宮

の

一
対
幻
想
を
見

せ
ら
れ
て

い
る
の
で
あ

る
。

結
び

以
上
、

『和
泉
式

部
日
記
』
中

の

「有

明

の
月

の
手

習

い
文
」
章
段
を

「
お
な

じ
心
」
と

い
う

表
現

の
特
質

に
基
づ

い
て
、
そ

の
形
成
過
程

の
検

証
を
行

っ
た
。
こ

の
章
段

に
お

い
て
、
「
お
な

じ
心

」
と

は
単

に
心

理
的

な

一
体
感
を
喜

ぶ
意
図

で
用

い
ら
れ

て
い
る

の
で
は
な
く
、
女
が
宮
と

の

一
体
感
を
構
築
す

る
た
め

に
用

い
て
い
る
仕
掛
け

で
あ
る
と

い
う

こ
と
が

わ
か

っ
た
。
ま
た
、

こ
の
章
段
を
女

の

一
対
幻
想
が

つ
く
り
だ
し
た
も

の

と
考
え

る
と
、

そ
の
形
成
過
程

の
矛
盾
を
解
決
す

る
こ
と
が

で
き

る
。

当

た
り
前

の
こ
と

で
あ

る
が
、

日
記
文
学

の
な
か

で
は
作
者
が
登
場
人

物

に
な
り
得

る
。

こ
れ
は
、
現
実
世
界

の
出

来
事
を
文
章
化

す
る
作
業
、

い
わ
ば
三
次

元
か
ら
二
次

元

へ
の
変
換
を
自
分
自
身

が
行
う
と

い
う

こ
と

一
O

四

で
あ
り
、
作
者
側

の
願
望
が
反
映
さ
れ
や
す

い
。
特
に
、
他
者

と

の
心
理

的
な

一
体
感
は
そ

の
判
断
を
本
人
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て

い
る
。
「
お
な
じ
心
」

と
は
ま
さ

に
そ
う

い

っ
た

一
対
幻
想
を

つ
く
り
だ
す
象
徴
的
な
表
現
で
あ

り
、

こ
の

「
有
明

の
月

の
手
習

い
文
」
章
段
は

「
お
な
じ
心
」
を
基
調
と

し

て
、
和
泉
式
部

の

一
対
幻
想
が
生

み
出
し
た
半
物
語
的
章
段
と
読
む

こ

と
が

で
き

る
。

注
(1
)
石
坂
妙
子
氏

「
『和
泉
式
部
日
記
』

反
転
す
る
世
界

1

「
お
な
じ
心
」

と

「心

づ
き

な
し
」
と

ー

」
『平
安

日
記
文

学

の
研
究
』

(和
泉
書

院

)

一
九
九

四
年

一
〇
月

で
は
、
宮
と
女

の
関
わ
り

の
極
致
を
表
す
言

葉

と
し
て

「
お
な
じ
心
」

を
と
ら
え

て
お
ら
れ
る
。

(2
)
本
文

の
引

用
は
す

べ
て

『新
編

日
本
古
典

文
学
全

集
26
和
泉

式
部

日

記
』

(小

学
館
)
に
よ

っ
た
。
必
要

な
箇
所

に
は
傍
線
等

を
付

し
た
。

な
お
、
新
編

全
集

は
三
条
西

家
本
を

底
本
と

し

て
い
る
が
、
本
稿

で

扱

っ
た

「お
な
じ
心
」

の
3

つ
の
用
例
は
応
永
本
並
び
に
寛
元
本
で
も

確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
さ
ら
に
、
応
永
本
で
は
手
枕
の
袖
章
段
に

お

い
て
、
他

の
諸
本

に
は
な

い

「
お
な
じ
心
」
を
確

認
し
た
。
「
お
な

じ
心
」
は
手
習

い
文
章
段
以
外

の
章
段
を
読
み
解
く
鍵
語
で
あ
る
可
能

性
も
浮
上
し

て
お
り
、
今
後

の
課
題
と
し
た

い
。

(3
)

こ
の
箇
所
は
地

の
文
と
和
歌

一
首

の
混
入
脱
落
現
象
が
あ

っ
た
と
さ
れ



て
い
る
。
後

の
宮
か
ら

の
返
歌

五
首
と

の
関
係

か
ら
も
、
「消
え

ぬ

べ

き
露

の
わ
が
身
は
物

の
み
ぞ
あ
や

ふ
草
葉
に

つ
け

て
悲
し
き
」
を
女

の

二
首
目

の
歌
と
考
え
る
。

(4
)
大
橋
清

秀
氏

・
大
橋
京
子
氏

『和
泉

式
部

日
記

の
心
性
と

日
記
』

(世

界
思
想
社
)

二
〇
〇
人
年
三
月

の
第

二
部
四
節

「和
泉
式
部
日
記

の
表

現

の
矛
盾
か
ら
そ

の
形
成
過
程
を
推
定
す
る
」
を
さ
す
。

(
5
)
A
↓
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
/
B
↓
⑨
/
C
と
D
↓
⑩
/
E
↓
⑪

/
F
↓

⑫
⑬
/
G
↓
⑭
⑮

⑯
。
た
だ
し
、
⑬

の

「奉
り
た
れ
ば
」
は
G
に
分
類

さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
宮

の
返
歌
五
首
に

つ
い
て
は
掲
載
さ
れ
て

い
る

順
番
に
B
C
D
E
に
そ
れ
ぞ
れ

7

」
で
表
記
し
て
お
ら
れ
る
が
、
本

稿
で
は
和
泉
式
部

の
歌
を
含
め

て
順
番

に
ア
ル

フ
ァ
ベ

ッ
ト
で
通
し
番

号
を

つ
け
た
。

(6
)
大
橋

氏

は

こ

の
⑨
⑩

⑪

は

「風
」
「
雨
」
「草
」
「草

葉
」
「
露
」
「雁
」

「雁

が
ね
」
「鳥

の
音
」

「鐘

の
声
」
な
ど

の
語

が
用

い
ら
れ

て
お
り
、

こ
れ
ら

の
語
は
宮

の
返
歌
五
首
に

「袖
」
「露

」
「菊
」
「雁

の
ね
」
が
み

ら
れ
る
だ
け
で
特
異
的
な
文
脈
で
あ
る
と

い
う
指
摘
を
な
さ

っ
て

い
る
。

(7
)
鈴
木

一
雄

氏

『全

講
和
泉
式
部

日
記

増
補
版
』

(至
文
堂
)

一
九

七

七
年
五
月

の
考

説

(二
二
)
「手
習

い
の
や
う

に
書

い
た
長
文

の
感
想

文
内

の
歌
と
、
宮

の
返
歌
と
の
不

一
致

に

つ
い
て
」
の
中
で
歌
文

と
消

息

文
な
ど
に
本
文

重
複
の
矛
盾
を
指
摘

し
て
お
ら
れ
る
。

(8
)
こ
の
他
に
、
大
橋

氏
の
分
類

は
⑥

に
あ

る

「女

は
寝

で
、
や
が
て
明
か

し

つ
。

い
み
じ
う

霧
た
る
空

を
な
が
め

つ
つ
」
と
⑪

の

「霧

た
る
空

の

け
し
き
」
が
同
じ
時
点

の
こ
と
で
あ
る
と

い
う
指

摘
も
さ
れ
て

い
る
。

(9
)
こ

の
問
題
に

つ
い
て
大
橋
氏
は

「
そ
れ
に
し
て
も
⑫

の
こ
の
二
首

の
有

明

の
月
の
歌
の
前

に
⑪

の

「
霧
た
る
空

の
け
し
き

、
か
ね
の
こ
ゑ

・
鳥

の
ね

一
つ
に
ひ
f
き
あ
ひ

て
、
」
が
あ

っ
て
、
暁
を
知

ら
せ
る
鐘

や
鶏

鳴

の
後
に
、
女

が
こ

の
有

明
の
月
の
歌
を
詠

ん
だ

こ
と
に
な
り
、
そ
れ

か
ら
後
に
人
が
門
を
た
た

い
た
こ
と
に
な

っ
て
、
そ
ぐ
わ
ぬ
感

じ
を
拭

い
さ
る
こ
と
が
で
き

な

い
の
で
あ
る
。
あ

る

い
は
こ
の
こ
と
に
齟
齬
を

感

じ
ぬ
と
さ
れ
る
向
き
も

あ
る
か
も

し
れ
な

い
が
、
も

し
か
す
る
と

こ

の
⑪
⑫

の
部

分
の
順
序

が
逆
に
な

っ
て

い
る
の
で
は
な

い
か
と

さ
え
思

わ
れ
る
ほ
ど
な
の
で
あ

る
。」
と
述

べ
て
お
ら
れ
る
。

(10
)
小
林
賢
章

氏

『
ア
カ

ツ
キ
の
研
究

平

安
人

の
時
間
』

(和
泉
書

院
)

二
O
O
三
年

二
月
。
第
五
章

「
ア
リ
ア
ケ
考
」

で

『和
泉
式
部

日
記
』

の
有

明
の
月

の
手

習

い
文
章
段
を
考
察

し
て

い
る
。
拙
稿

で
は
当
該
章

段

の
日
付
を

「
二
十

日
あ
ま

り
」
と
す

る
説
を
と

る
が
、
「有
明

の
月
」

が

「十

日
あ
ま
り
」

の
月

や

「明

け
方
以
外

の
月
」
を
指
す

こ
と
も
あ

る
と
い
う
小
林
氏

の
説
を
否
定
す

る
も

の
で
は
な

い
。

(11
)

「有
明

の
月
」
に

つ
い
て
は

『小
学
館
古
語
大
辞
典
』

(
一
九

八
三
年

一

二
月

・
小
学
館
)

で
は
次

の
よ
う
な
説
明

が
さ
れ

て
い
る
。

「①
月
が

空

に
あ

り
な

が
ら
、
夜
明

け
に

な
る

こ
と
。
ま
た
、
そ

の
こ

ろ
。
②

(有
明

の
月

の
略
)
夜
が
あ
け

て
も

、
な
お
空

に
残

っ
て

い
る
月
。
十

六

日
よ
り

し
ば
ら
く
後

の
月

は
西
方

の
空

に
残
り
、
月
末
近
く

の
月
は

東
方

に
か
か

っ
て
い
る
。
」
こ
の
よ
う

に
、
「有
明

の
月
」
と
は
従
来
は

『和
泉
式
部
日
記
』
の
一
対
幻
想

一
〇

五



『和
泉
式
部
日
記
』

の

一
対
幻
想

一
〇
六

太

陽
が
昇

っ
て
も

な
お
、
空
に
残

っ
て
い
る
月
を
指
す

こ
と

が
多

く
、

し
ば

し
ば
物

語
中
で
は
後
朝

の
別
れ
と

同
時

に
描
か

れ
る
こ
と

が
多

い
。

(12
)

(10
)

の
第
三
章

「
ア
ク
考
」

(13
)

(10
)

の
第

一
章

「日
付
変
更
時
点
と

ア
カ

ツ
キ
」

(14
)
「明
く
な
り

ぬ
る
」
に

つ
い
て
は
、
太

陽
が
昇

っ
て
明

る
く
な

る
と

い

う

意
味

の
ほ
か
に
、
「あ
け

ぼ

の
」
や

「あ
さ

ぼ
ら
け
」
の
可
能
性
も

あ
る
。
「あ

け
ぼ

の
」
や

「あ
さ

ぼ
ら
け
」

の
場
合

で
あ
れ
ば
、

日
の

出
前

と
考
え

る
こ
と
も

で
き

る
。
さ
ら
に
、
太

陽
や
月
と

い

っ
た
要

因

以
外

に
も
、
天
候
に
よ

っ
て
明

る
く
な

っ
た
と
考
え

る
こ
と
も

で
き

る
。

天
候

の
場
合
で
あ
れ
ば
、
直
前

の

「霧

た
る
空
」

の

「霧

」
が
晴

れ
て

月

の
光

に
よ

っ
て
明
る
く
な

っ
た
と
考
え

る
こ
と
も

で
き
る
。
し
か
し
、

⑥

の
場
合
は

い
ず

れ

の
可
能
性

に
し

て
も
、
「
や
が
て
明
し

つ
」

の
解

釈
は

「
夜
が
明
け
る
」
よ
り
も

「
日
付
が
か
わ
る
」

の
方

が
ふ
さ
わ
し

く
問
題
は
な

い
。

(15
)
「後
夜

」
に

つ
い
て
は

『小
学

館
古

語
大
辞

典
』

(
一
九
八

三
年

一
二

月

・
小
学
館
)

で
は
次

の
よ
う
な
説

明
が
さ
れ

て
い
る
。
「六
時

の

一

つ
。
夜
を
三
分
し
た
最
後

の
時
間
。
現
在

の
お
よ
そ
午

前
二
時
か
ら
午

後
六
時
ご
ろ
を
さ
す
。」
し
か
し
、

こ
れ

で
は
あ
ま
り

に
長

い
時
間

で
、

時
刻

の
特
定
は
で
き
な

い
。
小
林
氏
は
こ
著
書

(9
)
の
中
で

『枕
草

子
』

中

の

「
後
夜
」
に

つ
い
て
、
午
前
三
時
頃
と
特
定

な
さ

っ
て

い
る
。

し
た
が

っ
て
、
本
稿
で
は
午
前
三
時
付
近
に
な

っ
た
鐘
を
後
夜
と
鐘
と

し
た
。
ま
た
、
本
稿

で
問
題
に
し
た
⑪
は
月

の
光
が
同
次
元
に
あ
る
も

の
の
、
「
鐘
の
音
」
「鳥

の
声
」
な
ど

の
聴
覚

に
よ

る
描
写

の
多

い
傾
向

が
あ

る
。

こ
れ
は
、
辺
り
が
暗

い
こ
と
を
示
し

て
お
り
、
暗

い
う
ち

の

時

間
を
指
し
、
聴
覚

に
よ

っ
て
特
定

さ
れ
や
す

い

「暁

」
か
ら
、
「
暁

の
鐘

」
と

考
え

る
こ
と
も

で
き

る
。
「後
夜

の
鐘
」
と

「暁

の
鐘
」
は

同

一
の
も

の
で
あ

る
と
考
え

る
こ
と
も

で
き

る
が
、
本
稿

で
は
特
定
は

さ
け

る
。

(16
)
宮

が
女
を
訪
ね
た
時
間
が
暁
以
前

(夜
半
)

で
あ

っ
た
と
す

る
と
、
宮

が
訪

れ
た
時
間

は
見
え

て
い
た
月
も
、
暁

の
頃

に
は
文
⑨
⑩

に
あ

る
よ

う

な
気

象
条
件

の
悪
化

に
よ
り
隠
れ

て

い
た
と
考
え

る
。

そ
の
場
合
、

天
候

の
回
復
を
待
ち
女

が
月
を
見

る
た

め
に
は
約
三
～
五
時
間
も

の
問

端
近

に
い
な
く

て
は
な
ら
ず
、
不
自
然

で
あ

る
。

や
は
り
、
宮
が
訪
ね

た
時
、
女
は
屋
内

に
い
た

の
で
あ

ろ
う
。

さ
ら

に
、
宮

の
来
訪
時

に
女

の
側

に
寝

て
い
た
女
房

は
暗
闇

で
視
界

は
悪
く
、
物

に
あ
た

っ
た
と

い

う
記
述
も
あ
り

、
月
光
も
届

か
な

い
屋
内

に
い
た
証
拠

に
な

る
だ

ろ
う
。

仮

に
、
宮

が
女
を
訪

ね
た
時
間

が
午
前

三
時

に
接
近

し
て
お
り

、
女

が

こ
の
④

の
時
点

で
す

で
に
端
近

の
所

に
出

て
き

て
い
た
と
し

て
も
、
月

は
み
え

な
か

っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
手
習

い
文

の
記
述
⑨

に
は

「
ご
と
ご

と

し
う

か
き
曇

る
」

「雨
」
「時
雨
」
な

ど
が
み
ら
れ
、
月
が
見
え

な
い

状

況
だ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
う
な

る
と

、
宮

の
A
歌

の

「有
明

の

月
」
は
女

の
家

で
見
た
月
で
は
な
く

、
自
邸

で
朝
方
見
た
月
と

い
う

こ

と
に
な
り
、

や
や
飛

躍
し
た
話

に
な
る
が
、
冒
頭
①

の

「有

明

の
月
」

は
A
歌
を
受

け
た
女

の
創
作

と

い
う

可
能
性

さ
え
出

て
く

る
の
だ

。


